
刀
剣
の
伝
来
と
銘
文
に
つ
い
て

　

銅
剣
の
伝
来
で
あ
る
が
、
弥
生
時
代
中
期
の
細 
（
１
）
形
銅
剣
と
呼
称
さ
れ

る
剣
は
そ
の
多
く
を
朝
鮮
半
島
か
ら
の
伝
来
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
弥
生

時
代
後
期
に
出
現
す
る
広 
（
２
）
峰
型
銅
剣
は
日
本
で
造
ら
れ
る
と
と
も
に
実

用
的
形
態
を
離
れ
た
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
日
本
で
量
産
さ
れ
た
の
は

祭 
（
３
）
器
用
の
銅
剣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
の
刀
剣
の
歴

史
は
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
に
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
古
事
記
、

日
本
書
紀
が
書
か
れ
た
時
代
は
ま
だ
金
属
は
あ
ま
り
流
通
・
生
産
が
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
金
属
の
武
具
は
舶
来
品
を
入
手
で
き
る
権
力
者
の
み

が
持
て
る
貴
重
品
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

現
存
す
る
古
事
記
に
登
場
す
る
剣
は
、
愛
知
県
名
古
屋
市
熱
田
神
宮

の
草 
（
４
）
薙
剣
、
茨
城
県
鹿
島
神
宮
の
� 
（
５
）
霊
剣
が
あ
り
、
ま
た
古
代
の
も
の

と
思
わ
れ
る
剣
は
奈
良
県
天
理
市
石
上
神
宮
の
七 
（
６
）
支
刀
、
稲
荷
山
古
墳

か
ら
発
掘
さ
れ
た
金 
（
７
）
象
嵌
辛
亥
銘
剣
、
江
田
船
山
古
墳
で
発
掘
さ
れ
た

銀 
（
８
）
象
嵌
銘
大
刀
な
ど
が
あ
る
。

　

次
に
銘
文
の
刻
ま
れ
て
い
る
刀
剣
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
発
見
さ
れ

た
銘
文
入
り
の
古
代
の
刀
剣
は
古
代
か
ら
中
世
の
も
の
を
数
え
て
も
二

十
例
に
満
た
な
い
。
た
だ
こ
の
他
に
も
現
存
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、

文
献
資
料
か
ら
銘
が
刻
ま
れ
て
い
た
と
わ
か
る
例
も
あ
り
、
既
に
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
も
の
や
、
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
考
慮
す
る

と
銘
文
入
り
の
古
代
の
刀
剣
の
量
は
も
っ
と
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。

　

銘
文
と
は
基
本
的
に
そ
の
剣
を
造
っ
た
理
由
を
示
す
も
の
で
、
刀
身

に
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
完
全
な
状
態
で
発
見
さ
れ
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
全
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
文
字
に
関
し
て
は
、
漢
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文
の
文
法
知
識
を
使
う
こ
と
で
、
原
文
を
推
測
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、

各
文
の
原
型
、
訓
読
の
仕
方
な
ど
研
究
者
毎
に
解
釈
が
分
か
れ
る
た
め
、

定
説
と
言
え
る
も
の
が
な
い
事
も
珍
し
く
な
い
。
銘
文
は
吉
祥
句
と
思

わ
れ
る
も
の
を
四 
（
９
）
字
の
み
刻
む
も
の
か
ら
、
百
字
を
越
え
る
内
容
を
刻

む
も
の
ま
で
あ
る
。

　

ま
た
銘
に
限
ら
ず
刀
身
に
は
し
ば
し
ば
彫
刻
が
あ
り
、
古
刀
に
は
そ

れ
が
多
い
。
谷
村
�
の
『
日 
（
１ ０
）
本
刀
の
冶
金
学
的
研
究
』
に
よ
れ
ば
、

　

昔
か
ら
有
名
な
刀
工
で
刀
身
に
仏
像
を
刻
し
た
も
の
が
多
く
あ

る
。
火
災
を
背
に
し
た
不
動
明
王
、
あ
る
い
は
剣
ま
た
は
剣
巻
き

龍
（
倶
利
伽
羅
）
が
好
ん
で
彫
ら
れ
る
。
刀
の
彫
刻
は
美
の
他
に

宗
教
的
な
意
味
を
も
つ
。
更
に
簡
単
に
刀
身
に
梵
字
や
独
鈷
（
仏

具
）
を
彫
刻
し
た
刀
が
多
い
。
こ
の
こ
と
は
日
本
刀
の
彫
刻
は
単

に
装
飾
的
の
目
的
以
外
に
、
所
持
者
に
精
神
的
影
響
を
与
え
て
い

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
刀
身
の
装
飾
も
た
だ
の
飾
り
以
上
の
意

味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
谷
村
氏
は
日
本
刀
の
発
達
の
歴

史
を
便
宜
上
八
期
に
分
け
て
い
る
。（
表
一
）

古
時
代
に
お
け
る
刀
剣
の
捉
え
ら
れ
方

　

古 
（
１ １
）
事
記
に
登
場
す
る
特
別
に
命
名
さ
れ
た
刀
剣
は
、
十
拳
剣
（
天
之

尾
羽
張
・
伊
都
之
尾
羽
張
）、
生
大
刀
、
十
掬
剣
（
大
量
・
神
度
剣
）、

頭
椎
の
大
刀
、
布
都
御
霊
（
佐
士
布
都
神
・
甕
布
都
神
）、
草
薙
剣

（
天
叢
雲
剣
）
の
七
振
り
で
あ
る
。
以
下
は
各
剣
の
特
徴
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
伊
耶
那
岐
が
使
っ
た
十
拳
剣
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
伊
耶
那

美
は
火
の
神
で
あ
る
火
之
迦
具
土
神
を
産
ん
だ
際
に
女
陰
を
焼
か
れ
病

み
伏
し
、
そ
れ
が
原
因
で
神
避
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
を
悲
し
ん
だ
伊

耶
那
岐
が
火
之
迦
具
土
神
を
切
り
殺
す
際
に
用
い
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ

の
場
面
で
天
之
尾
羽
張
・
伊
都
之
尾
羽
張
と
い
う
別
名
が
あ
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
伊
耶
那
岐
が
伊
耶
那
美
を
追
っ
て
黄

泉
国
に
行
く
が
、
そ
こ
で
変
わ
り
果
て
た
伊
耶
那
美
の
姿
を
見
た
伊
耶

那
岐
は
黄
泉
国
か
ら
逃
げ
帰
る
。
そ
の
際
、
黄
泉
国
の
醜
女
を
振
り
切

る
時
に
後
ろ
手
に
振
る
っ
た
剣
で
も
あ
る
。

　

続
い
て
天
照
大
御
神
と
建
速
須
佐
之
男
命
の
宇
気
比
の
際
に
登
場
す

る
十
拳
剣
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
海
原
を
治
め
る
よ
う
に
い
わ
れ
た
建

速
須
佐
之
男
命
は
泣
い
て
ば
か
り
で
国
を
治
め
な
か
っ
た
た
め
に
、
伊

耶
那
岐
命
に
国
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
天
照
大
御
神
に
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暇
乞
い
を
す
る
た
め
に
高
天
原
に
向
か
う
が
、
天
照
大
御
神
は
建
速
須

佐
之
男
命
が
邪
心
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
武
装
し
て
待
ち
受
け
る
。
そ

の
際
に
建
速
須
佐
之
男
命
が
邪
心
の
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
宇
気
比

で
天
照
大
御
神
が
建
速
須
佐
之
男
命
の
佩
い
て
い
た
十
拳
剣
を
使
う
。

十
拳
剣
が
武
器
と
し
て
使
わ
れ
な
い
の
は
こ
の
場
面
の
み
で
あ
り
、
こ

の
宇
気
比
自
体
も
宣
言
を
あ
と
か
ら
す
る
と
い
う
点
で
異
例
の
宇
気
比

で
あ
る
と
い
え
る
。

　

次
に
根
の
堅
州
国
で
大
国
主
が
手
に
入
れ
た
生 
（
１ ２
）
大
刀
で
あ
る
が
、
須

世
理
毘
売
な
ど
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
数
々
の
試
練
を
克
服
し
た
大
国
主

は
、
須
佐
之
男
大
神
が
寝
て
い
る
隙
に
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
天
の
沼
琴

を
奪
っ
て
逃
げ
る
。
そ
の
後
、
大
勢
の
兄
弟
の
神
々
を
追
い
払
い
国
を

つ
く
っ
た
。
生
大
刀
と
生
弓
矢
は
武
威
の
象
徴
と
し
て
か
か
れ
、
こ
れ

ら
を
使
う
こ
と
で
大
国
主
は
兄
達
を
打
ち
破
っ
た
と
あ
る
。
実
際
に
凶

器
と
し
て
使
わ
れ
る
描
写
は
な
い
。

　

次
に
登
場
す
る
の
は
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
所
持
し
、
実
際
に
武

器
と
し
て
使
わ
れ
た
十
掬
剣
で
あ
る
。
別
名
は
大
量
、
神
度
剣
と
い
う
。

葦
原
の
中
つ
国
の
国
津
神
を
言
向
け
る
為
に
高
天
原
か
ら
遣
わ
さ
れ
た

天
若
日
子
だ
っ
た
が
、
地
上
を
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
し
、
高
天
原
に

背
い
た
た
め
に
射
殺
さ
れ
る
。
そ
し
て
天
若
日
子
の
義
兄
に
あ
た
る
阿

遅
志
貴
高
日
子
根
神
が
弔
問
に
く
る
が
、
二
人
が
よ
く
似
て
い
た
為
、

親
族
達
は
天
若
日
子
が
生
き
返
っ
た
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
。
死
人
に

間
違
え
ら
れ
た
阿
遅
志
貴
高
日
子
根
神
は
ひ
ど
く
腹
を
立
て
、
こ
の
剣

を
用
い
て
喪
屋
を
切
り
倒
し
た
。
ハ
は
刃
、
カ
リ
は
刈
・
切
の
連
用
形

と
推
測
さ
れ
る
。
神
度
剣
の
度
は
形
容
詞
ト
シ
（
鋭
）
の
語
幹
の
濁
音

化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。

　

次
は
天
孫
降
臨
の
際
に
天
忍
日
命
と
天
津
久
米
命
が
身
に
着
け
て
い

た
頭
椎
の
大
刀
に
つ
い
て
述
べ
る
。
邇
々
芸
命
が
天
照
大
御
神
の
詔
命

を
受
け
、
高
天
原
を
離
れ
、
天
の
浮
橋
を
通
り
、
筑
紫
の
日
向
の
高
千

穂
の
久
士
布
流
多
気
に
降
り
立
っ
た
。
そ
の
時
先
導
し
て
い
た
天
忍
日

命
と
天
津
久
米
命
が
腰
に
帯
び
て
い
た
の
が
頭
椎
の
大
刀
で
あ
る
。 

装 
（
１ ５
）
備
の
一
つ
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
実
際
に
つ
か
わ
れ
る
場
面

は
な
い
。

　

次
は
建
御
雷
之
男
神
が
天
孫
降
臨
の
際
に
使
用
し
た
十
掬
剣
に
つ
い

て
述
べ
る
。
天
菩
比
神
と
天
若
日
子
が
言
向
け
に
失
敗
し
た
為
、
第
三

の
使
者
と
し
て
建
御
雷
之
男
神
が
天
鳥
船
神
と
と
も
に
遣
わ
さ
れ
る
。

二
神
は
出
雲
国
の
伊
耶
佐
の
小
浜
に
降
り
、
建
御
雷
之
男
神
が
大
国
主

神
に
葦
原
中
国
を
譲
る
よ
う
に
迫
っ
た
時
に
波
頭 
（
１ ４
）
に
十
掬
剣
を
立
て
、

そ
の
切
っ
先
に
座
る
こ
と
で
大
国
主
を
威
嚇
し
た
。
な
お
こ
こ
で
は
前

述
し
た
伊
都
之
尾
羽
張
、
天
之
尾
羽
張
が
そ
れ
ぞ
れ
神
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
て
、
建
御
雷
之
男
神
は
伊
都
之
尾
羽
張
神
の
子
と
書
か
れ
て
い
る
。
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最
後
に
布
都
御
霊
（
佐
士
布
都
神
）
は
神
武
天
皇
の
東
征
の
際
に
登

場
し
た
。
後
の
神
武
天
皇
で
あ
る
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
は
天
下
を
治
め

る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
土
地
を
求
め
て
東
に
行
き
、
熊
野
に
上
陸
す
る
。

そ
の
際
に
大
熊
が
現
れ
、
そ
の
毒
気
に
あ
て
ら
れ
て
一
行
は
昏
睡
し
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
高
倉
下
が
現
れ
、
一
振
り
の
大
刀
を
献
上
す
る
と
軍

勢
は
た
ち
ま
ち
正
気
に
か
え
り
、
熊
野
の
山
の
神
は
ひ
と
り
で
に
切
り

倒
さ
れ
た
。
そ
こ
で
神
武
天
皇
が
大
刀
を
手
に
入
れ
た
経
緯
を
高
倉
下

に
聞
く
と
、
建
御
雷
神
が
以
前
そ
の
国
を
平
定
し
た
大
刀
を
高
倉
下
の

元
に
落
と
す
の
で
、
そ
れ
を
神
武
天
皇
に
献
上
し
た
と
い
う
。
切
れ
味

の
鋭
い
、
心
霊
の
宿
っ
た
剣
。
神
武
天
皇
東
征
の
際
、
そ
の
軍
勢
が
熊

野
で
大
熊
の
霊
気
の
た
め
に
失
神
し
た
時
、
高
倉
下
が
奉
っ
た
剣
で
、

の
ち
石
上
神
宮
に
納
め
ら
れ
た
。
布
都
は
フ
ツ
リ
ト
、
フ
ツ
フ
ツ
ト
な

ど
の
フ
ツ
で
、
物
を
勢
い
よ
く
断
ち
切
る
音
を
表
す
と
さ
れ
る
。

　

ま
た
古
事
記
以
外
の
文
献
に
は
、
播
磨
国
風
土
記
揖
保
の
郡 
越
部

の
里
の
文
に
も
刀
剣
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
内 
（
１ ５
）
容
は
犬
猪
と
い
う
人

物
が
土
中
か
ら
掘
り
起
こ
し
た
剣
が
鏡
の
よ
う
に
光
っ
て
錆
び
て
お
ら

ず
、
鍛
冶
職
に
焼
き
を
入
れ
て
も
ら
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
蛇
の
よ
う

に
伸
び
縮
み
し
た
の
で
、
神
剣
だ
と
思
い
朝
廷
に
献
上
し
た
と
い
う
。

前
述
し
た
七
支
刀
は
日 
（
１ ６
）
本
書
紀
に
記
事
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
古
代
に
お
い
て
刀
剣
は
神
秘
的
な
力
を
与
え
る
も
の
の

象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
古
事
記
の
中
で
は
特
別
な
力
を
持

っ
た
剣
を
入
手
し
て
武
威
を
得
る
と
い
う
話
は
一
つ
の
型
と
な
っ
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
刀
剣
は
実
際
に
破
壊
や
殺
害
の
為
に
使
わ
れ
る
と
い
う
描

写
は
少
な
く
、
そ
の
様
な
形
で
登
場
し
た
剣
は
十
拳
剣
・
十
掬
剣
と
呼

称
さ
れ
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
古
代
の
物
語
に
お
い
て
凶
器
や
武
具
そ

の
も
の
と
し
て
使
用
し
た
り
、
且
つ
一
振
り
で
な
い
刀
剣
は
「
頭
椎
の

太
刀
・
十
握
剣
」
の
よ
う
に
形
状
を
想
像
さ
せ
る
名
前
が
つ
け
ら
れ
、

ま
た
力
の
象
徴
や
武
運
を
呼
び
寄
せ
る
も
の
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
刀

剣
に
関
し
て
は
、
形
状
を
直
接
説
明
し
て
い
な
い
名
前
が
つ
け
ら
れ
て

い
る
。

　

中
古
に
お
け
る
刀
剣
の
捉
え
ら
れ
方

　

平
安
時
代
に
な
る
と
刀
剣
に
関
す
る
記
述
の
量
が
少
な
く
な
っ
て
く

る
。
こ
れ
は
規
模
の
大
き
な
戦
が
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
時
代
の
文
献

の
主
な
書
き
手
が
女
性
だ
っ
た
こ
と
が
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

文
献
と
し
て
登
場
し
て
い
る
量
が
少
な
い
だ
け
で
、
武
具
と
し
て
刀
剣

は
こ
の
時
代
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
刀
の
鍛
冶

技
術
が
劇
的
に
発
達
し
た
の
は
こ
の
時
代
で
あ
る
た
め
、
刀
剣
史
に
お
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い
て
も
平
安
時
代
は
非
常
に
重
要
な
時
代
だ
と
言
え
る
。
藤
田 
達
生

氏
の
「
刀
剣 
（
１ ７
）
書
の
成
立
―
「
諸
国
刀
鍛
冶
系
図
書
」
を
素
材
と
し
て

―
」
に
よ
る
と
、

　
「
系
図
写
」
中
に
み
ら
れ
る
代
表
的
な
刀
工
に
つ
い
て
、
各
時
代

ご
と
に
ふ
れ
た
い
。
現
在
、
も
っ
と
も
確
実
な
最
古
の
刀
工
は
、

平
安
時
代
に
活
躍
し
た
伯
耆
国
の
安
綱
で
あ
る
。
有
名
な
京
都
粟

田
口
の
三
条
小
鍛
冶
宗
近
は
、
そ
れ
に
半
世
紀
ほ
ど
遅
れ
る
。
こ

の
ほ
か
備
前
国
や
あ
る
い
は
九
州
な
ど
で
も
、
同
時
期
に
名
工
が

登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
日
本
刀
が
本
格
的
か
つ
大
量
に
制
作
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
鎌
倉
期
で
あ
る
。
そ
の
原
点
は
、
鎌
倉

幕
府
と
の
対
決
に
備
え
た
後
鳥
羽
上
皇
（
一
一
八
〇
〜
一
二
三
九

年
）
に
よ
り
、
番
鍛
冶
制
度
の
創
設
と
さ
れ
る
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
量
産
は
ま
だ
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
平
安
時
代
に

な
る
と
、
名
工
と
さ
れ
る
存
在
が
現
れ
始
め
て
い
る
。

　

次
に
歌
物
語
の
中
に
お
け
る
刀
剣
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。　

源
氏
物
語
夕
顔 
（
１ ８
）
の
巻
に
は
悪
霊
と
対
峙
し
た
時
に
構
え
て
い
る
場
面
が

あ
る
も
の
の
、
そ
の
場
面
で
も
戦
闘
用
に
刀
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
よ

り
、
装
飾
品
と
し
て
持
っ
て
い
た
も
の
を
構
え
た
だ
け
と
い
っ
た
印
象

で
あ
る
。

　

他
の
物
語
で
も
刀
剣
が
登
場
す
る
機
会
は
少
な
い
。
伊 
（
１ ９
）
勢
物
語
や 

竹 
（
２ ０
）
取
物
語
に
は
刀
剣
が
登
場
す
る
場
面
は
な
い
。
竹
取
物
語
の
中
で
も

戦
い
に
は
弓
が
主
体
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
随
筆
の
枕
草
子
に
は
「
た 
（
２ １
）
ち
は
」「
め 
（
２ ２
）
で
た
き
も
の
」「
細 
（
２ ３
）
太
刀

に
平
緒
を
つ
け
て
、
清
げ
な
る
を
の
こ
」
の
段
に
刀
剣
に
つ
い
て
の
記

述
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
枕
草
子
に
は
武
具
で
は
な
く
装
飾
品
と

し
て
の
刀
剣
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

一
方
戦
物
語
の
中
に
は
刀
剣
が
登
場
す
る
場
面
が
多
く
見
受
け
ら
れ

る
。
将 
（
２ ４
）
門
記
・
陸 
（
２ ５
）
奥
話
記
・
保 
（
２ ６
）
元
物
語
の
中
で
は
武
器
と
し
て
の
刀
剣

が
描
か
れ
て
い
る
。
以
下
は
各
物
語
に
つ
い
て
述
べ
る

　

将
門
記
の
中
で
は
戦
の
主
力
は
弓
矢
で
あ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
弓
を
枕
に
し
て
と
い
っ
た
描
写
か
ら
も
、
武
器
と
言
え
ば
弓
と
い

う
風
潮
が
見
受
け
ら
れ
る
。「
剣
を
ふ
る
っ
て
自
ら
戦
っ
た
」
な
ど
と

い
う
よ
う
に
刀
は
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
時
の
状
況
を
表
す
描
写
と
し

て
、
ま
た
切
腹
や
介
錯
な
ど
止
め
を
さ
す
場
面
、
も
し
く
は
室
内
の
戦

闘
に
お
い
て
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
戦
の
際
は
弓
主
体
で
戦

い
、
刀
は
補
助
的
な
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
特
別
な
名
を
冠

す
る
剣
や
、
大
き
な
刀
な
ど
刀
そ
の
も
の
に
つ
い
て
描
写
さ
れ
る
場
面

も
登
場
し
な
い
。

　

陸
奥
話
記
は
将
門
記
に
比
べ
る
と
刀
剣
が
活
躍
す
る
場
面
が
多
く
見

受
け
ら
れ
る
。
た
だ
武
威
を
示
す
場
面
で
は
弓
の
腕
に
つ
い
て
述
べ
ら
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れ
て
お
り
、
ま
た
「
剣
の
先
で
切
り
立
つ
崖
に
足
場
を
鑿
ち
」
な
ど
、

武
器
以
外
の
用
途
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
決
死
の
兵
数
百
人
が

鎧
を
着
て
剣
を
振
る
い
」
な
ど
、
接
近
戦
や
劣
勢
な
状
況
の
表
現
の
描

写
と
し
て
も
登
場
し
て
い
る
。

　

保
元
物
語
に
は
御
剣
、
宝
剣
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
、
三
種
の
神
器

と
し
て
、
祭
器
の
働
き
を
し
て
い
る
。
戦
は
弓
主
体
で
描
か
れ
て
い
る
。

刀
は
死
体
か
ら
首
を
獲
る
時
や
、
止
め
を
さ
す
際
に
主
に
使
用
さ
れ
、

戦
の
際
は
屋
内
な
ど
接
近
戦
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
の
み
使
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
三
尺
八
寸
も
あ
る
太
刀
の
記
事
が

あ
る
が
、
刀
工
に
つ
い
て
の
記
事
は
な
い
。

　

細
か
い
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
ど
の
作
品
も
戦
の
主
力
は
弓
矢
で
あ

る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
戦
の
際
は
弓
主
体
で
戦
い
、
刀
は

補
助
的
な
武
器
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
大
き
な
刀
な
ど
刀
そ
の
も

の
に
つ
い
て
描
写
さ
れ
る
場
面
は
保
元
物
語
に
あ
る
が
、
特
別
な
名
を

冠
す
る
剣
は
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
登
場
し
な
い
。
武
威
を
示
す
場
面
で

は
弓
の
腕
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
鍛
冶
技
術
は
発
達
し
て
い
た
も
の
の
、
文
献
の
中
に
は

表
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
文
献
を
元
に
刀
剣
が
実
際
に
使
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
書

き
手
が
女
性
で
あ
る
こ
と
や
、
大
規
模
な
戦
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
刀

剣
の
記
述
が
文
献
に
ま
と
め
ら
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。

差
異
・
移
り
か
わ
り
の
比
較

　

武
威
や
加
護
の
象
徴
と
し
て
使
わ
れ
た
刀
剣
（
生
大
刀
、
布
都
御
霊
、

草
薙
剣
（
天
叢
雲
剣
）
は
形
状
を
説
明
す
る
以
外
の
言
葉
で
特
別
な
名

前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
実
際
に
凶
器
と
し
て
使
用
さ
れ
た
剣
に

は
、
十
握
剣
、
天
之
尾
羽
張
（
伊
都
之
尾
羽
張
）、
十
掬
剣
（
大
量
・

神
度
剣
）、
頭
椎
の
大
刀
）
形
状
の
説
明
が
そ
の
ま
ま
剣
の
名
前
に
な

っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
七
支
刀
は
形
状
を
表
し
た
名
で
は
あ
る
も
の

の
、
刀
剣
な
の
に
七
つ
に
分
か
れ
て
い
る
形
状
と
い
う
こ
と
は
、
実
用

性
で
は
な
く
、
祭
器
と
し
て
の
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

　

つ
ま
り
祭
器
と
し
て
の
剣
は
形
式
を
言
葉
で
描
写
す
る
こ
と
が
難
し

く
、
ま
た
最
も
強
調
し
た
い
点
は
霊
威
な
為
、
特
別
な
名
前
が
付
く
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
戦
闘
の
際
に
用
い
ら
れ
る
刀
剣

に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
出
す
た
め
、
現
実
的
な
素
材
や
形
体
を
描
写
す
る

名
前
が
付
け
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
中
古
の
刀
剣
は
武
器
と
し
て
流
通
し
て
い
た
量
も
少
な
く
な
い
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た
め
、
身
分
の
高
い
人
だ
け
が
使
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
ピ
ッ

ケ
ル
代
わ
り
に
使
わ
れ
て
い
た
り
も
す
る
の
で
高
貴
な
も
の
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
時
代
で
は
剣
の
腕
よ
り
弓
の
腕
を
主
と

す
る
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
せ
い
か
祭
器
と
し
て
用
い
ら
れ
る

刀
剣
は
、
保
元
物
語
の
中
に
三
種
の
神
器
と
し
て
の
宝
剣
が
登
場
す
る

こ
と
が
確
認
出
来
た
も
の
の
、
数
は
多
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
刀
剣
か
ら
神
秘
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
離
れ
て
い
っ
た
た
め
、
特
別

な
名
前
を
持
つ
刀
剣
も
登
場
し
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
古
代
に

は
特
別
な
名
前
を
持
つ
刀
剣
が
複
数
登
場
す
る
の
に
対
し
、
中
古
の
物

語
で
は
そ
れ
が
見
受
け
ら
れ
な
い
の
は
以
上
の
こ
と
も
要
因
の
一
つ
と

考
え
ら
れ
る
。

　
 

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

（
表
一
）
引
用

　
　

七
〇
〇
〜
一
一
八
一　

平
城
（
奈
良
）
か
ら
（
平
安
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宮
廷
政
治
時
代　

　

一
一
八
二
〜
一
二
八
五　

政
権
武
士
に
移
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鎌
倉
幕
府
の
前
期

　

一
二
八
六
〜
一
三
八
五　

蒙
古
襲
来
あ
り
（
一
二
六
二
〜
七
六
）

鎌
倉
幕
府
後
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
作
風

の
変
化
が
あ
る
。

　

一
三
八
六
〜
一
四
六
〇　

足
利
氏
が
京
都
に
幕
府
を
開
く

こ
の
時
代
太
刀
か
ら
刀
に
変
化
し
脇
差
が

作
ら
れ
る
。

　

一
四
六
五
〜
一
五
九
三　

戦
国
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
用
刀
の
需
要
が
多
い
。
美
術
的
に
劣
る
。

　

一
五
九
四
〜
一
八
〇
〇　

江
戸
幕
府
の
前
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
用
と
美
を
兼
備
し
た
刀
の
需
要
が
旺
盛
。

　

一
八
〇
一
〜
一
八
六
六　

幕
末
の
頃
多
く
の
刀
工
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
刀
第
三
期
以
前
の
刀
を
努
力
を
し
た
。

　

一
八
〇
七
〜
一
九
八
〇　

明
治
維
新
廃
刀
令
に
よ
り
実
用
性
終
焉
、

美
術
刀
と
し
て
の
鑑
賞
研
究
が
進
む
。
刀

工
の
技
術
保
存
奨
励
の
要
あ
り
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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（
１
）　

細
形
銅
剣
、
朝
鮮
を
含
む
大
陸
に
お
い
て
鋳
造
さ
れ
、
海
を
越
え
て

舶
来
さ
れ
た
長
さ
三
〇　

前
後
の
短
剣
。『
改
定 
銅
の
考
古
学
』（
中
口

cm

裕  
雄
山
閣
出
版　

１
９
７
２
年　

月　

日
）

１０

２０

（
２
）　 
広
形
銅
剣
と
も
い
わ
れ
る
。
身
幅
が
非
常
に
広
く
、
両
端
の
刃
部
が

平
行
し
、
峰
の
部
分
で
さ
ら
に
広
が
る
。
出
典
は
（
１
）
に
同
じ
。

（
３
）　「
神
話
伝
説
に
表
象
さ
れ
る
剣
術
（
刀
剣
）
に
つ
い
て
の
考
察
（
１
）」

（
著
金
子
國
吉 
１
９
７
６
年
）
よ
り
引
用
し
た
。
金
子
國
吉
氏
は
、

（
中
略
）
武
器
の
祭
器
化
は
、
お
そ
ら
く
大
陸
文
化
の
影
響
を
受

け
、
特
に
刀
剣
文
化
は
大
陸
の
刀
剣
伝
説
に
発
し
我
が
国
の
風
土
、

慣
習
に
適
合
変
容
し
て
い
た
も
の
と
推
測
し
て
よ
い
。
在
来
の
石

器
、
土
器
に
加
え
て
こ
の
新
し
い
金
属
の
祭
器
と
原
始
祭
儀
あ
縄

文
期
の
呪
術
信
仰
よ
り
も
盛
行
し
、
か
つ
周
期
的
に
行
わ
れ
て
い

た
も
の
と
み
て
よ
い
。

　
　

と
述
べ
て
い
る
。

（
４
）　

直
接
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
た
め
、
見
た
も
し
く
は
触
れ
た
と
い
う

人
が
残
し
た
文
献
か
ら
形
状
を
推
測
す
る
こ
と
に
な
る
。『
玉
籤
集
裏

書
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

八
十
年
ば
か
り
前
、
熱
田
神
宮
社
家
四
、
五
人
と
志
を
合
せ
密
々

に
御
神
体
を
窺
ひ
奉
る
。
土
用
殿
の
内
陣 
に
入
る
に
雲
霧
立
塞
が

り
て
物
の
文
も
見
え
ず
。
故
に
各
扇
に
て
雲
霧
を
払
い
出
し
、
隠

し
火
に
て
窺
ひ
来
る
に
、
御
璽
は
長
さ
五
尺
ば
か
り
の
木
の
御
箱

也
。
其
内
に
石
の
御
箱
あ
り
、
箱
と
箱
の
間
を
赤
土
に
て
よ
く
つ

め
た
り
、
右
の
御
箱
内
に
樟
木
を
箱
の
如
く
、
内
を
く
り
て
、
内

に
黄
金
を
延
べ
敷
き
、
其
上
の
御
神
体
御
鎮
座
也
。
石
の
御
箱
と

樟
木
の
間
も
赤
土
に
て
つ
つ
め
り
。
御
神
体
は
長
さ
二
尺
七
、
八

寸
計
り
、
刃
先
は
菖
蒲
の
葉
な
り
に
し
て
、
中
程
は
む
く
り
と
厚

み
あ
り
、
本
の
方
六
寸
ば
か
り
は
、
筋
立
ち
て
魚
な
ど
の
脊
骨
の

如
し
、
色
は
、
全
体
に
白
し
と
云
ふ
。

『
玉
籤
集
裏
書
』 
玉
木
正
英
口
授
・
岡
田
正
利
記 
未
見
の
た
め
、『
古
代

刀
と
鉄
の
科
学
』（
石
井
昌
国　

佐
々
木
稔
）
よ
り
引
用
し
た
。 

（
５
） 

き
わ
め
て
長
大
な
剣
で
、
三
つ
の
刀
身
が
鍛
着
さ
れ
て
い
る
。 

全
長

二
二
五　
　

元
幅
四
・
二　

。
十
一
世
紀
前
半
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

cm

cm

こ
ち
ら
は
展
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ
と
い
う
名
で
現
存
す
る

刀
剣
は
奈
良
県
石
上
神
宮
に
も
あ
り
、
そ
ち
ら
は
布
都
御
霊
剣
と
書
か

れ
る
。

（
６
）　

日
本
書
紀
に
登
場
し
四
世
紀
に
朝
鮮
半
島
の
百
済
の
国
か
ら
伝
来
し

た
と
さ
れ
る
鉄
製
の
刀
で
、
石
上
神
宮
の
御
神
宝
と
し
て
奉
祀
さ
れ
て

い
る
国
宝
。
刀
身
の
左
右
に
段
違
い
に
三
本
ず
つ
両
刃
の
支
鉾
が
つ
い

て
い
る
非
常
に
珍
し
い
形
状
を
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
状
の
剣
は

い
ま
だ
他
に
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
刀
身
の
表
と
裏
に
合
わ
せ
て
六

一
字
の
銘
文
が
あ
る
。

　
　

七
支
刀
が
奉
ら
れ
て
い
る
石
上
神
宮
は
、
古
く
は
石
上
坐
布
留
御
魂
神

社
、
ま
た
布
都
御
魂
神
社
、
布
瑠
社
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
布
都
御
魂
大

神
を
ま
つ
る
。
軍
事
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
た
古
代
の
有
力
豪
族
で
あ
る

物
部
氏
が
氏
神
と
し
て
奉
仕
し
て
い
た
。
石
上
神
社
の
天
神
庫
に
は
多

く
の
武
器
が
収
納
さ
れ
、
武
器
庫
と
し
て
の
役
割
も
あ
っ
た
。
垂
仁
天

皇
の
時
に
大
刀
を
千
振
り
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
刀
剣
と

関
わ
り
の
深
い
神
宮
で
あ
る
。

（
７
）　

雄
略
天
皇
の
遺
物
、
二
振
り
の
銘
剣
の
う
ち
の
一
つ
。
百
十
五
文
字

の
金
象
嵌
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
『
古
代
を
考
え
る 
雄
略
天
皇
と
そ
の
時

代
』（
佐
伯
有
清 
吉
川
弘
文
館 
１
９
８
８
年
２
月
１
日
）
で
の
中
で
佐

伯
有
清
氏
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

　
（
面
）
辛
亥
の
年
七
月
中
、
ヲ
ワ
ケ
の
臣
。
上
祖
、
名
は
オ
ホ
ヒ

コ
。
其
の
児
、（
名
は
）
タ
カ
リ
の
ス
ク
ネ
。
其
の
児
、
名 
は
テ

ヨ
カ
リ
ワ
ケ
。
其
の
児
、
名
は
タ
カ
ヒ
（
ハ
）
シ
ワ
ケ
。
其
の
児
、

名
は
タ
サ
キ
ワ
ケ
。
其
の
児
、
名
は
ハ
テ
ヒ
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（
裏
）
其
の
児
、
名
は
カ
サ
ヒ
（
ハ
）
ヨ
。
其
の
児
、
名
は
ヲ
ワ

ケ
の
臣
。
世
々
、
杖
刀
人
の
首
と
為
り
、
奉
事
し
来
り
今
に
至
る
。

ワ
カ
タ
ケ
（
キ
）
ル
（
ロ
）
の
大
王
の
寺
、
シ
キ
の
宮
に
在
る
時
、

吾
、
天
下
を
佐
治
し
、
此
の
百
練
の
利
刀
を
作
ら
し
め
、
吾
が
奉

事
の
根
源
を
記
す
也
。

（
８
）　

稲
荷
山
古
墳
の
も
の
と
比
べ
る
と
、
文
字
の
残
存
状
態
が
良
く
な
く
、

釈
文
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。
次
の
原
文
は
佐
伯
有
清
氏
が
解
釈
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
　

天
下
治
ろ
し
め
す
獲
加
多
支
鹵
大
王
の
世
。
奉
事
の
典
曹
人
、
名

は
无
（
利
）
弖
が
、
八
月
中
に
、
大
鋳
の
釜
■
び
に
四
尺
の
■
刀

（
延
べ
金
の
刀
）
を
用
い
て
、
八
十
練
・（
六
）
十
■
し
た
（
よ
く
精

錬
を
重
ね
た
）
三
寸
上
好
の
利
刀
で
あ
る
。
此
の
刀
を
服
す
る
者
は
、

長
寿
に
し
て
、
子
孫
は
注
々
と
（
連
綿
と
）
三
恩
を
得
る
こ
と
が
で

き
る
。
統
ぶ
る
所
も
失
わ
な
い
。
刀
を
作
っ
た
者
の
名
は
伊
太

（
加
）
で
あ
り
、
書
い
た
人
（
銘
を
刻
ん
だ
者
）
は
張
安
で
あ
る
。

　
　

と
し
て
い
る
。
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
銘
剣
が
発
掘
さ
れ
る
以
前
は
文
頭
の

「（
治
天
）
下
獲
加
多
支
鹵
大
王
」
を
「（
治
天
）
下
■
宮
弥
都
歯
大
王
」

と
読
み
、
古
事
記
に
蝮
之
水
歯
別
命
、
日
本
書
紀
に
多
遅
比
瑞
歯
別
天

皇
と
記
さ
れ
る
反
正
天
皇
を
指
し
た
も
の
だ
と
す
る
説
が
有
力
だ
っ
た
。

し
か
し
■
を
蝮
、
歯
を
鹵
と
す
る
事
へ
の
疑
問
は
当
時
か
ら
あ
っ
た
。

稲
荷
山
古
墳
の
鉄
銘
剣
の
「
獲
加
多
支
鹵
大
王
」
と
あ
る
こ
と
で
「
■

宮
弥
都
歯
大
王
」
の
読
み
も
見
直
さ
れ
、
両
者
の
銘
文
に
同
一
の
表
記

も
見
ら
れ
る
た
め
現
在
で
は
雄
略
天
皇
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
９
）　『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　
　

江
談
抄 
中
外
抄 
富
家
語
』（
山
根
對
助 

３２

岩
波
書
店　

１
９
９
７
年
６
月　

日
）
に
「
聖
徳
太
子
の
御
剣
の
銘
の

２７

四
字
の
事
に
記
述
が
あ
る
丙
子
椒
林
剣
の
こ
と
」
に
次
の
よ
う
な
記
述

が
あ
る
。

　
　
　
　

丙
毛
槐
林
―
吉
切
槐
林
―
こ
れ
守
屋
の
大
臣
の
頸
を
切
る
な
り
。

（　

）　

谷
村
�
『
鉄
と
鋼 
第
三
号
』「
日
本
刀
の
冶
金
学
的
研
究
」 

１
９
８

１０
１
年

（　

）　

テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集
１ 
古
事
記
』（
小
学

１１
館 
山
田
佳
紀 
神
野
志
隆
光 
２
０
０
７
年
８
月
５
日
）
を
使
用
し
た
。

（　

）　「
生
」
は
名
詞
の
頭
に
つ
く
と
、
永
遠
の
生
命
力
を
持
つ
、
或
い
は
旺

１２
盛
な
生
命
力
を
与
え
る
、
な
ど
の
意
味
を
込
め
て
、
褒
め
る
意
を
表
す

（　

）　

ま
た
古
事
記
の
中
で
神
武
天
皇
の
部
下
の
装
備
と
し
て
も
「
頭
槌

１３
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
こ
ち
ら
は
太
刀
で
は
な
く
、
槌
だ
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。

居
り
と
も　

厳
々
し　

久
米
の
子
が
頭
槌
い　

石
槌
い
持
ち　

撃

ち
て
し
止
ま
ぬ　

厳
々
し

　
　
　
　

久
米
の
子
ら
が　

頭
槌
い　

石
槌
い
持
ち　

今
撃
た
ば
宜
し

（　

）　『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集
１ 
古
事
記
』（
小
学
館 
山
田
佳
紀 
神
野

１４
志
隆
光 
２
０
０
７
年
）

逆
ま
に
波
の
穂
に
刺
し
立
て
、
其
の
剣
の
先
に
趺
み
座
て
、
大
国

主
に
問
ひ
て
言
ひ
し
く

（　

）　
　

昔
、
近
江
の
天
皇
の
み
世
に
、
丸
部
の
具
と
い
ふ
も
の
あ
り
き
。

１５

是
れ
、
仲
川
の
里
の
人
な
り
。
こ
の
人
、
河
内
の
国
兔
寸
の
村
人

の
持
た
る
剣
を
買
い
取
り
き
。
剣
を
得
て
以
後
、
家
の
拳
滅
亡
び

た
り
き
。
然
る
に
後
、
苫
編
部
の
犬
猪
、
そ
の
地
の
墟
に
圃
る
に
、

土
の
中
ゆ
こ
の
剣
を
得
た
り
。
土
と
相
去
る
こ
と
、
廻
り
り
一
尺

許
る
な
り
。
そ
の
柄
朽
ち
失
せ
て
そ
の
刃
渋
び
ず
。
光
、
明
ら
け

き
鏡
の
ご
と
し
。
こ
こ
に
、
犬
猪
、
す
な
は
ち
恠
し
と
懐
ふ
心
も

て
、
剣
を
取
り
て
家
に
帰
る
す
な
は
ち
鍛
人
を
招
き
、
そ
の
刃
を

焼
か
し
む
。
そ
の
時
、
そ
の
剣
、
屈
申
す
る
こ
と
蛇
の
ご
と
し
。

鍛
人
大
く
驚
き
、
営
ら
ず
て
止
む
。
こ
こ
に
犬
猪
、
異
し
き
剣
と

以
為
ひ
て
、
朝
庭
に
献
げ
た
り
。
後
、
浄
御
原
の
朝
庭
、
甲
申
の

年
七
月
に
、
曽
根
の
連
麿
を
遣
り
て
、
本
つ
処
に
返
し
送
ら
し
め
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た
ま
ふ
。
今
に
こ
の
里
の
御
宅
に
安
置
け
り
。

　
　
　
　
　

と
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集
５
』

（
風
土
記 
植
垣
節
也　

小
学
館　

１
９
９
７
年 　

月　

日
）
を
使

１０

２０

用
し
た
。

（　

）　

テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集
２ 
日
本
書
紀
①
』

１６
（
小
学
館 
小
島
憲
之 
直
木
孝
次
郎 
西
宮
一
民 
蔵
中
進 
毛
利
正
守 
２
０

０
６
年
６
月　

日
）、『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集
３ 
日
本
書
紀
②
』

２０

（
２
０
０
６
年
）
を
使
用
し
た
。

（　

）　「
刀
剣
書
の
成
立
―
「
諸
国
刀
鍛
冶
系
図
書
」
を
素
材
と
し
て
―
」

１７
（
藤
田 
達
生　

２
０
０
０
年
）

（　

）　

テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
代
国
文
学
全
集　
　

源
氏
物
語
①
』

１８

２０

（
阿
部
秋
生　

秋
山
虔　

今
井
源
衛　

鈴
木
日
出
男　

小
学
館　

１
９

９
３
年
）
を
使
用
し
た
。

（　

）　『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　
　

伊
勢
物
語
』（
片
桐
洋
一　

福
井
貞

１９

１２

助　

高
橋
正
治　

清
水
好
子　

１
９
９
４
年　

小
学
館
）
を
使
用
し
た
。

（　

）　

註
（　

）
に
同
じ
。

２０

１９

（　

）　

以
下
枕
草
子
の
テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

』

２１

１８

（
松
尾
聰　

永
井
和
子　

１
９
９
７
年　

月　

日　

小
学
館
）
を
使
用

１１

２０

し
た
。

（　

）　

た
ち
は

２２
　
　
　

た
ま
つ
く
り

（　

）　

め
で
た
き
も
の 

２２
唐
錦
。
飾
り
太
刀
。
作
り
仏
の
も
く
ゑ
。
色
合
ひ
深
く
、
花
房
長
く
咲

き
た
る
藤
の
花
、
松
に
か
か
り
た
る
。

（　

）　

細
太
刀
に
平
緒
を
つ
け
て
、
清
げ
な
る
を
の
こ

２３
　
　
　

細
太
刀
に
平
緒
を
つ
け
て
、
清
げ
な
る
を
の
こ
の
持
て
わ
た
る
も
、

な
ま
め
か
し
。

（　

）　

テ
キ
ス
ト
に
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　
　

将
門
記　

陸
奥
話

２４

４１

記　

保
元
物
語　

平
治
物
語
』（
柳
瀬
喜
代
志　

矢
代
和
夫　

松
林
靖

明　

信
太
周　

犬
井
善
壽　

小
学
館　

２
０
０
２
年
２
月
）
使
用
し
た
。

（　

）　

註
（　

）
に
同
じ

２５

２４

（　

）　

註
（　

）
に
同
じ

２６

２４

 

（
な
が
つ
か
・
ゆ
う
き　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）
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